
データで見る
日本のフリーランス
本業＝フリーランス 324万 人    のリアル



全国就業実態パネル調査   2019（第4回調査）

■調査目的 調査前年 1 年間の個人の就業状態、所得、生活実態などを、毎年追跡して
 調査を行い、全国の就業・非就業の実態とその変化を明らかにする
■調査対象 全国15歳以上の男女
■調査時期 2019年1月11日～13日
■調査手法 インターネットモニター調査
■標本設計  総務省統計局「労働力調査」のデータをもとに、性別、年齢階層別、就業

形態別、地域ブロック別、学歴別の割付を行った。割付は、母集団を反
映するように設定。10 代の非労働力人口と 65 歳以上については、実際
の人数よりも少なく割付。

■ サンプル数 62,415（ウエイトバック後  ウエイト値「XA19」）

〈本レポートの集計対象者〉
全国就業実態パネル調査2019の回答者のうち、以下の対象条件を満たすもの
■ 対象者条件  フリーランサー ①雇用者のいない自営業主もしくは内職であり、②実店舗

を持たず、③農林漁業（業種）従事者ではない、④主に従事していた
■ サンプル数 1,257（ウエイトバック後  ウエイト値「XA19」）

〈追跡調査〉
■調査手法 調査地域・調査手法・対象者条件・ウエイトバック 同上
■調査時期 2019年10月1日～ 7日
■ 標本抽出・設計 J P S E D2019の回答者で上記フリーランスの条件にあてはまる人に 
 再送信、割付なし
■ サンプル数 588（ウエイトバック後）
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Introduction

本業＝フリーランス 324万 人    のリアル
　「フリーランス」は、新しい時代の人材ポートフォリオの担い手と
しての期待も高く、雇用と自営の間の「第三の働き方」として注目
されている。フリーランスはどのような働き方をする人々なのか。
一般社団法人プロフェッショナル＆パラレルキャリア・フリーラン
ス協会の定義によれば、「特定の企業や団体、組織に専従しない
独立した形態で、自身の専門知識やスキルを提供して対価を得る
人」であり、フリーランスとして働く人をフリーランサーと呼称して
いる。

　フリーランスの実態に関する文献は多くない。公的な統計では
日本には341万人（内閣府2019 ※1）から390万人（労働政策研究・
研修機構2019 ※2）規模のフリーランスがいると試算している。

　リクルートワークス研究所では、2016年から全国約５万人の
同一個人の就業実態を毎年追跡調査する「全国就業実態パネ
ル調査（JPSED）」を実施しているが、この調査ではフリーランスを、
①雇用者のいない自営業主もしくは内職であり、②実店舗をもた
ず、③農林漁業（業種）従事者ではない人、と定義している。2018

年調査では、約472万人（就業者の約7.2%）がフリーランスである
ことが分かった。そのうち「本業」をフリーランスとして働いている
人は約324万人で、1年間で約19万人の「本業フリーランス」が増
加した。一方、「副業」をフリーランスとして働く「副業フリーランス」
は約148万人で、1年間で約8万人増加していた。

　本レポートは「全国就業実態パネル調査（JPSED）」の中から、
フリーランスのみを抽出して再集計した調査結果をもとに、日本
のフリーランスの実態を紹介する。フリーランスの①働き方、②
能力開発、 ③生活、 ④キャリア、の4つに焦点をあて、サンプル
数は少ないが、職種別、特に３つの職種（営業・販売職、クリエイ
ティブ職、ソフトウエア・インターネット関連技術職）の現状につ
いてまとめ、視覚的に表現した。フリーランスを理解するための
ツールの１つとして活用していただきたい。

※1.    内閣府「日本のフリーランスについて―その規模や特徴、競業避止
義務の状況や影響の分析―」（2019）

　　  推計対象は、農林漁業従事者を除く自営業主（雇人なし・実店舗な
し）・内職・一人社長

　　  フリーランス341万人（本業フリーランス228万人、副業フリーランス
112万人） 

※2. 労働政策研究・研修機構「雇用類似の働き方の者に関する調査・試
算結果等（速報）」（2019）

　　 推計対象は「ふだん、何か収入になる仕事をしている者」のうち、「法
人（会社など）の経営者」、「個人事業主」「個人業務請負・受託」「自由
業、フリーランス」「インディペンデント・コントラクター」「クラウドワー
カー」「自営型テレワーカー、在宅ワーカー」「シルバー人材センターの
会員」「内職」を選択した者で、かつ、自身の店舗を構えて、主に一般の
消費者を相手に、商品・サービスの販売や飲食の提供等を行っている
「店主」でない者

　　 フリーランス390万人（本業フリーランス290万人、副業フリーランス
100万人）

◆新しい時代の人材ポートフォリオ
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本業＝フリーランス 324万 人    のリアル

出典：リクルートワークス研究所

◆新しい時代の人材ポートフォリオ
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37.3％

会社員と同程度 84.5%

国民健康保険

78.4％
国民年金

21.1%

サービス業

◆業種

◆幸福度 ◆社会保障加入率

◆性別・平均年齢

データで見るフリーランス（平均像）

「フリーランス」とは、どのような人々か
ここでは本業フリーランスの全体像を把握するために、JPSED調査をもとに、日本のフリーランスの平均的な姿を描いた。
次ページ以降ではさらにフリーランスの属性、フリーランスのキャリア形成、フリーランスの働き方について紹介する。

21.4％
Female

78.6％
Male

55.4歳

平均年齢

約472万人

フリーランス

55



41.2%

44.8％ 33.7％

◆週の労働時間

自己啓発実施率

生活資金を蓄えること コネクションをつくることと

54.8％
医療保険（民間）

4.7日/週

高等学校

◆フリーランスになるために重要なこと

◆自己啓発

39.1％

◆最終学歴

副業　

約148万人

本業　

約324万人
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配偶者

55.1％
あり

56.5％
あり

53.3％

50歳代～

55.4歳

◆配偶者有無 ◆子供有無◆同居家族

◆平均年齢 ◆年代◆最終学歴

65.6％

 1,257人（フリーランス数）
37,936人（JPSED2019における就業者数）

29.8％

24.4％
大学・大学院

専門・短大・高専

39.1％
高等学校

フリーランスの属性

フリーランスの中心は、
スキル、技術、経験を備えた50歳代男性
J PSED調査におけるフリーランス率は約３％。フリーランスはどのような人たちなのか、
その属性 （学歴、配偶者、家族、業種、職種）の状況について見ていく。

なし

46.7％
なし

43.5％

1人暮らし

23.7％
子供

24.9％

◆フリーランス率

3.3％

◆性年代

54.8％

男50歳代～
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◆業種（17分類）TOP5

21.1％
その他の業種 25.3％

1.サービス業 5.製造業4.卸売・小売業3.建築業2.情報通信業

5.4％8.7％9.9％ 9.0％

その他の職種 23.4％　

◆職種（45分類）TOP5

1.営業・販売職

6.5％
4.6％

5. クリエイティブ職
           （美術家、写真家、デザイナー）

4. その他の専門的・
          技術的職業 

3.生産工程・
　　 労務職　

2.建築・土木・
　　 測量技術者

6.1％ 5.9％ 5.5％

◆勤務場所

91.9％ 3.8％ 3.6％
3.クラウドワークス

◆登録・所属している団体・クラウドソーシング

1.どこにも所属していない
2.ランサーズ

63.8％ 30.5％ 8.7％ 6.0％

1.自宅
2.職場 3.移動中 4.カフェ・ファミレス
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No/
どちらとも
いえない

4.7日/週

44.8分 1時間38分

フリーランスの働き方　フリーランス vs会社員

自由度の高さがフリーランスの魅力
フリーランスと会社員の働き方を比較してみると、注目すべきは労働時間と通勤時間の少なさである。週の労働時間はフ
リーランスが31.9時間、会社員が42.1時間と10.2時間の差がある。「通勤0分」の自宅勤務はフリーランスが45.2%、会社員が
1.8%。平均通勤時間は、フリーランスの44.8分に対して、会社員は68.2分と23.4分も長い。フリーランスは6割以上が自分
で勤務日や勤務時間を選ぶことができることから、働く自由度の高さがうかがえる。

◆家事・育児　平均時間（勤務日）

◆労働日数・時間（週平均）

◆自分で勤務日を選べた ◆自分で勤務時間を選べた

◆通勤  平均時間 0分は
45.2％

63.4％
YES

64.1％
YES

No/
どちらとも
いえない

31.9時間 /週

仕事の  柔軟性

フリーランス
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◆労働日数・時間（週平均）

5.1日/週

68.2分

42.1時間 /週

1時間31分
◆家事・育児　平均時間（勤務日）

◆自分で勤務日を選べた ◆自分で勤務時間を選べた

◆通勤　平均時間

YES
18.6％

YES
24.4％

No/
どちらとも
いえない

No/
どちらとも
いえない

仕事の  柔軟性

0分は
1.8％

会社員（参考）
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会社員（参考）

幸福度と生活満足度は、正社員と互角

Q. あなたはどの程度幸せですか？

仕事と生活の   両立ストレス

フリーランスの幸福度と生活満足度を会社員と比較すると、ほぼ同程度である。
仕事と生活の両立ストレスをみると、ストレスを感じている人と感じていない人はほぼ差がない。
しかし、年代や職種によって、その度合いの大きさに違いが見られた。

・ 年齢が高いほどストレス度合いが低い
（6 0代39. 2 %、70代37. 3%）

・ 特に、管理職とIT系は他の職種と比べて
よりストレスを抱えていない。
　（管理職36.5%、IT系36.6%）

フリーランスの人生満足度

どちらともいえない

不幸

感じていた感じていなかった

17.8％

39.9％

41.8％

18.3％

44.9％

60~70歳代

48.1％

Unhappy

幸せ

37.3％

Happy

ストレスを感じていないのは

のフリーランス
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会社員（参考）

仕事と生活の   両立ストレス

Q. 生活全般についてどの程度満足していますか？

・ 年齢が若いほどストレスをより強く感じている。
　（20代78.0%、30代65.0%）

・ 特に、その他専門・技術職とドライバーは他の
職種と比べて、よりストレスを抱えている。

   （その他専門・技術職 55.7%、ドライバー 61.7%）

どちらともいえない

不満、
どちらかといえば不満

感じていた

46.8％
31.4％

21.8％

33.4％
満足、

まあ満足

43.6％ 23.0％

20~30歳代

51.9％

Satisfied Dissatisfied

のフリーランス

ストレスを感じているのは
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フリーランスのキャリア形成

　　　　　　　　自動車・バイク運転免許　　　

基本情報技術者

簿記検定　　　　13.6％

22.1％

　　　　　　　　　　　　　　　　　必要な資格は何もない　　　45.6％

8.7％

スキル・資格

フリーランス

情報通信業  

30.6 ％
卸売・小売業

30.6 ％製造業  
27.2％

製造業  
13.5％

その他  
14.4％

1回  15.4％

金融・保険業 
11.4％

3.3 年
ブランク平均期間

前職初めて
の就職 退職 退職 前職

初職業種 退職回数前職の業種

3回  17.1％

2回  25.6％

前職平均年収

471 万
現在年収平均

（退職経験者、全体は318万）
317万

1.営業・販売職
営業系フリーランスのキャリアを見ると、初職の業種は卸売・小売業、前職は情報通信業が多く、２～３社
の勤務経験があり、現在の仕事に関連する職務で約9年の経験を持つことが分かった。
退職経験者の現在の平均年収は317万円と、前職と比べると154万円下がっている。

フリーランス
関連職務歴

9.0　年

正規の職員・従業員

73.0％
正規の職員・従業員

52.4％自営業主・
家族従業者・内職  

17.9％
会社などの役員  
13.5％パート・アルバイト  

5.9％

就業形態 就業形態

自営業主・
家族従業者・内職 

12.6％

学校卒業

退職経験者
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クリエイティブ系フリーランスのキャリアは、2つの傾向が見られる。1つは学校卒業後、約3割の人が初職か
らフリーランスに、もう1つは「サービス業」で2～３社で勤務経験する人である。現在の仕事に関連する職務
で約７年の経験を持つ。退職経験者の現在の平均年収は380万円と、前職と比べると67万円上がっている。

2.クリエイティブ職（美術家・写真家・デザイナー）

フリーランス

退職退職初めての就職 前職

　Photoshop®クリエイター能力検定試験　　

自動車・バイク運転免許

Illustrator®クリエイター能力検定試験　　　　

13.9％

14.8％

　　　　　　　　　　　　　　　　　必要な資格は何もない　　　65.2％

7.4％

スキル・資格

サービス業  

34.0 ％
サービス業

43.0％

前職平均年収

313 万

その他  
15.6％

その他  
15.5％

製造業  
19.0％

2回  19.2％

製造業
 10.5％

2.0 年
ブランク平均期間

初職業種 退職回数前職の業種

3回  23.0％

0回  31.7％

現在年収平均

（退職経験者、全体は341万）
380万

フリーランス
関連職務歴

7.4　年

正規の職員・従業員

58.0％
正規の職員・従業員

34.9％自営業主・
家族従業者・内職  

23.2％
自営業主・

家族従業者・内職  
18.9％パート・アルバイト  

12.5％

就業形態 就業形態

パート・アルバイト 
15.5％

学校卒業

1

フリーランス
2

退職経験者
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フリーランス

情報通信業  

67.9 ％
情報通信業

66.4 ％

正規の職員・従業員

65.4％
正規の職員・従業員

52.0％

前職平均年収

449  万
現在年収平均

（退職経験者、全体は371万）
393万

フリーランス
関連職務歴

8.4　年

製造業  
12.7％

自営業主・
家族従業者・内職  

18.3％
会社などの役員  
15.5％パート・アルバイト  

8.9％

製造業  
15.5％

0回  11.4％

その他
 5.3％

その他
  6.0％

フリーランスのキャリア形成

学校卒業
前職初めて

の就職 退職 退職 前職

初職業種 退職回数前職の業種

就業形態 就業形態

1回  23.6％

2回  27.4 ％

自動車・バイク運転免許 

データベーススペシャリスト試験（DB）　　　　20.5％

22.0％

　　　　　　　　　　　　　　　　　必要な資格は何もない　　　53.3％

14.3％

　　　　　　　　基本情報技術者　　　

スキル・資格

自営業主・
家族従業者・内職 

13.1％

1.4 年
ブランク平均期間

退職経験者
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3.ソフトウエア・インターネット関連技術職
IT系フリーランスのキャリアを見ると、「情報通信業」で1～２社の勤務経験がある人が多く、現在の仕事
に関連する職務で約８年の経験を持つことが分かった。仕事がなかったブランク期間は平均1.4年、退
職経験者の現在の平均年収は393万円と、前職と比べると56万円下がっている。



4.フリーランスになるために重要なこと
フリーランスになるためには、「生活資金を蓄えること」「受注先とのコネクションをつくること」が重要
である。職種別でみると、この２つに加えて「コミュニケーション力」「営業力」を重要視している傾向
がある。

受注先とのコネクションを
つくること

33.7％

2.
生活資金を蓄えること

44.8％

1.

24.8％コミュニケーション力3.

21.6％問題解決力5.

24.7％情報収集力4.

21.2％営業力6.

16



 

職種別に見たフリーランスの実像

よりミクロに働き方、能力開発、生活、
キャリアを探る
ここからは、フリーランスの実像についてより詳細に検証していく。
JPSED調査をもとに、3職種（営業・販売職、クリエイティブ職、ソフトウエア・インターネット関連技術職）をはじめ
職種別に属性、働き方、能力開発、生活、キャリアに関して検証し、主な特徴をピックアップした。

サービス職 運輸・通信関連職 生産工程・労務職 管理職 事務職

21   労働日数・労働時間

22   通勤時間

23   勤務日・勤務時間を選ぶことが
        できたか

24   働く場所を選ぶことができたか

25   家事育児時間

26   フリーランス登録サイト・団体

19   性別・年代・学歴 27   自己啓発活動の有無・学習活動

28   O JT・OFF - J Tの機会

29   仕事レベルアップ

能力開発働き方フリーランスの属性
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建築・土木・測量技術者 営業・販売職ソフトウエア・
インターネット
関連技術者

クリエイティブ職
（美術家、写真家、
デザイナー）

その他の専門的・
技術的職業

「とても幸せ」「幸せ」
と答えた人

45％
大学卒・大学院
修了の比率は

42％ 80％が
在宅ワーク

30   幸福度・生活満足度 

31   社会保障の加入率

32   健康保険・年金の加入状況

33   仕事と家庭の両立 に伴うストレス

34   入職経路

35   初職の就業形態

36   前職の年収

37   現在の年収

38   前職→現職　年収増減率

39   退職回数

40   前職の退職理由 

41   フリーランスになるにあたっての重要事項

生活 キャリア
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〈年代〉

n=

TOTAL 1257

サービス職 84

運輸・通信関連職 51

生産工程・労務職 91

管理職 37

事務職 119

営業・販売職 82

専門職・技術職 
TOTAL

492

建築・土木・
測量技術者 77

ソフトウエア・インター
ネット関連技術者 52

クリエイティブ職
（美術家、写真家、デザイナー）   

58

その他の専門的・
技術的職業 

70

その他の職業 302

20％ 40％ 60％ 80％ 100％0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％0％

性別・年代・学歴

■15～19歳  ■20～29歳  ■30～39歳  ■40～49歳  

■50～59歳   ■60～69歳   ■70歳以上

〈性別〉
■男性　■女性

77.7 22.3

78.6 21.4

72.1 27.9

94.4

85.3 14.7

83.8 16.2

70.3 29.7

94.6

95.5

91.9 8.1

72.0 28.0

43.6 56.4

43.6 56.4

2.8 11.5 23.0 37.4 22.8

4.1 9.5 21.0 21.3 33.0 11.2

3.9 6.1 19.1 18.6 41.8 10.5

7.8 6.0 21.5 21.5 38.1 5.0

3.9 7.0 20.0 11.2 36.2 21.7

6.2 13.5 7.9 41.4 29.5

9.4 16.6 19.9 26.2 22.5

4.5 10.5 19.0 19.5 30.8 15.3

5.7 9.6 23.8 17.2 24.7 18.8

12.9 22.8 16.9 30.6 13.5

7.1 31.3 25.2 22.1 13.8

7.2 15.6 16.9 19.5 27.0 13.8

3.9 11.6 20.7 23.7 25.1 15.0

職種別に性別を見ると、「建築・土木・測量技術者」（96％）、「営業・販売職」（95％）、「運輸・通信関連職」（94％）で著しく
男性比率が高い。
年代では「管理職」「営業・販売職」の年齢が高く、60歳以上の割合が「管理職」で 71％、「営業・販売職」でも60％となっ
ている。

フリーランスの属性

の

営業・販売職建築・土木・測量技術者

男性比率 60歳以上のシニア比率

60％ 96％
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n=

TOTAL 1257

サービス職 84

運輸・通信関連職 51

生産工程・労務職 91

管理職 37

事務職 119

営業・販売職 82

専門職・技術職 TOTAL 492

建築・土木・測量技術者 77

ソフトウエア・インターネット関連技術者 52

クリエイティブ職（美術家、写真家、デザイナー）      58

その他の専門的・技術的職業 70

その他の職業 302

20％ 40％ 60％ 80％ 100％0％

〈学歴〉
■［卒業］小学校・中学校   ■［卒業］高等学校     ■［卒業］専修各種学校・短期大学・高等工業専　■［卒業］大学・大学院　
■［在学中］高等学校　■［在学中］専修各種学校・短期大学・高等工業専門学校　■［在学中］大学・大学院

最終学歴を見ると、全体では「専修各種学校・短期大学・高等工業専門学校」は女性が38％と全体（24％）より高い。
職種別に見ると、「大学・大学院」では、「ソフトウエア・インターネット関連技術者」および「その他の専門的・技術的職業」
がそれぞれ42％、54％と、全体（30％）より大幅に高い。

14.3 50.0 25.1 10.3

40.0 23.1 36.9

6.2 39.1 24.4 29.8

4.6 40.8 22.7 31.5

7.6 50.5 23.1 18.5

11.8 52.8 16.0 18.4

9.0 41.2 21.7 27.3

11.4 34.9 26.1 27.5

28.4 28.0 41.7

5.1 18.0 48.2 28.8

20.0 25.2 53.8

3.3 29.7 29.2 37.4

4.3 52.4 14.6 28.7

の

大学卒・大学院修了の比率（全体30％）

その他の専門的・技術的職業

54％ 42％ 

ソフトウエア・インターネット関連技術者

20



働き方｜ 労働環境

労働日数・労働時間

フリーランス全体の平均労働日数は4.7日で、会社員の平均労働日数の5.1日よりも少ない。職種別に見ると、「クリエイティブ 

職」の平均労働日数が 5.3日と多く、「運輸・通信関連職」「建築・土木・測量技術者」が 5.0日と続く。
労働時間については、「運輸・通信関連職」「建築・土木・測量技術者」「クリエイティブ職」で週の平均労働時間が37～38時
間と、 全体（32時間）よりやや長い。一方、「管理職」は平均労働時間が26時間とやや短い。

n=

TOTAL 1257

サービス職 84

運輸・通信関連職 51

生産工程・労務職 91

管理職 37

事務職 119

営業・販売職 82

専門職・技術職 TOTAL 492

建築・土木・測量技術者 77

ソフトウエア・インターネット関連技術者 52

クリエイティブ職（美術家、写真家、デザイナー）   58

その他の専門的・技術的職業 70

その他の職業 302

1日 2日 3日 4日 5日 6日 1時間 2時間 3時間 4時間

4.7

4.5

5.0

4.9

4.5

4.7

4.7

4.8

5.0

4.8

5.3

       4.5

4.6

〈職種別労働時間〉〈職種別労働日数〉
■1週間の労働時間■1週間の労働日数

31.9

30.5

37.1

36.4

26.4

29.1

31.5

33.1

38.4

36.2

37.2

23.1

30.1

5時間

の

クリエイティブ職

労働日数（全体平均4.7日） 労働時間（全体平均32時間）

38時間/週 5.3日
建築・土木・測量技術者
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通勤時間

職種別に通勤時間を見ると、通勤時間が「0分」と回答した人は多い順に「事務職」が66％、「クリエイティブ職」（59%）、
「営業・販売職」（56％）。特に事務職は、平均の通勤時間が21分と全体の45分と比較しても大変短い。
「生産工程・労務職」は、「1～2時間未満」が33％と全体（17％）より大幅に高く、平均でも62分と長い。

n=

TOTAL 1257 44.8

サービス職 84 53.0

運輸・通信関連職 51 61.5

生産工程・労務職 91 62.0

管理職 37 22.8

事務職 119 20.9

営業・販売職 82 25.0

専門職・技術職 TOTAL 492 48.8

建築・土木・測量技術者 77 57.4

ソフトウエア・インターネット関連技術者 52 60.8

クリエイティブ職（美術家、写真家、デザイナー）   58 36.1

その他の専門的・技術的職業 70 59.0

その他の職業 302 45.5

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

13.117.311.612.745.5

18.226.519.619.823.4

11.917.213.726.228.7

16.933.116.814.718.4

47.023.37.110.655.8

7.37.08.212.966.1

8.27.115.613.0          55.6

15.016.59.99.948.4

14.620.111.810.042.4

21.712.27.38.446.5

10.414.77.510.058.8

19.621.710.312.734.9

12.017.412.712.445.5

平均値

〈職種別通勤時間〉
■0分　■1分～30分未満　■30分～1時間未満　■1～2時間未満　■2時間以上

の

在宅勤務

生産工程・労務職

全体平均

66％ 

通勤時間（全体平均45分）

62分
事務職
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勤務日・勤務時間を選ぶことができたか

「勤務日を選ぶことができたか」について、職種別では、「管理職」の「あてはまる」が80％、「クリエイティブ職」では73％で、
全体より柔軟性が大幅に高い。一方、「運輸・通信関連職」で「あてはまらない」のスコアが31％と全体より高い。同じく「生
産工程・労務職」も26％で柔軟性が低い。
「勤務時間を選ぶことができたか」については「管理職」の「あてはまる」が8割を超えており、全体より大幅に高い。
また、「運輸・通信関連職」「生産工程・労務職」のスコアは5割以下で、全体より柔軟性が低い。

■あてはまる　■どちらともいえない　■あてはまらない ■あてはまる　■どちらともいえない　■あてはまらない

〈勤務時間を選ぶことができた〉〈勤務日を選ぶことができた〉

働き方｜  仕事の柔軟性

の

生産工程・労務職運輸・通信関連職クリエイティブ職

勤務日を選べた 勤務時間を選べた

41％ 

n=

TOTAL 1257

サービス職 84

運輸・通信関連職 51

生産工程・労務職 91

管理職 37

事務職 119

営業・販売職 82

専門職・技術職 TOTAL 492

建築・土木・測量技術者 77

ソフトウエア・インターネット関連技術者 52

クリエイティブ職（美術家、写真家、デザイナー）      58

その他の専門的・技術的職業 70

その他の職業 302

20％ 40％ 60％ 80％ 100％0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％0％

18.018.563.4

19.411.968.7

36.722.5             40.7  

30.523.9                 45.6

5.912.881.3

9.914.575.7

16.717.665.7

11.618.470.1

20.414.964.7

23.817.159.1

14.415.670.1

21.717.860.6

19.421.858.9

16.219.964.1

17.813.269.0

30.622.546.8

26.221.552.2

5.913.880.3

8.320.8     70.9

7.423.269.3

14.816.868.4

19.116.664.3

18.316.964.8

11.415.673.1

17.616.6     65.8

19.025.155.9

46％ 

73％
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n=

TOTAL 1257

サービス職 84

運輸・通信関連職 51

生産工程・労務職 91

管理職 37

事務職 119

営業・販売職 82

専門職・技術職 TOTAL 492

建築・土木・測量技術者 77

ソフトウエア・インターネット関連技術者 52

クリエイティブ職（美術家、写真家、デザイナー） 58

その他の専門的・技術的職業 70

その他の職業 302

20％ 40％ 60％ 80％ 100％0％

働く場所を選ぶことができたか

職種別では、「管理職」「事務職」「営業・販売職」「クリエイティブ職」「その他の専門的・技術的職業」で「あてはまる」が6割程度
と全体より高い。一方、「運輸・通信関連職」「生産工程・労務職」では「あてはまる」がそれぞれ38％、24％と全体より低い。
勤務場所については、「管理職」「事務職」「営業・販売職」「クリエイティブ職」で「自宅」が7～ 8割と全体（64%）より高い。一方、
「サービス職」「運輸・通信関連職」「生産工程・労務職」「ソフトウエア・インターネット関連技術者」では、「職場（自社および客先）
以外で仕事をしたことがない」が全体（30％）より5ポイント以上高い。「クリエイティブ職」の14％はカフェを利用している。

29.218.751.1

34.415.250.3

38.822.838.4

51.923.924.2

24.116.3   59.6

19.319.761.0

23.118.4    58.5

14.816.868.4

36.314.349.4

36.020.543.5

20.817.5 61.7

21.618.9    59.6

28.722.049.3

■あてはまる　■どちらともいえない　■あてはまらない

〈勤務場所を選ぶことができた〉

の

働く場所を選べた

クリエイティブ職

全体平均

6割 

在宅ワーク

80％

管理職、事務職、営業・販売職、クリエイティブ職、
その他の専門的・技術的職業
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家事育児時間（働いていた日・休日）

n=

TOTAL 1257

サービス職 84

運輸・通信関連職 51

生産工程・労務職 91

管理職 37

事務職 119

営業・販売職 82

専門職・技術職 TOTAL 492

建築・土木・測量技術者 77

ソフトウエア・インターネット関連技術者 52

クリエイティブ職
（美術家、写真家、デザイナー） 58

その他の専門的・技術的職業 70

その他の職業 302

130.7

134.1

147.9

135.2

110.2

99.6

152.7

　　　　132.7

139.2

122.5

126.8

166.0

130.8

98.3

117.5

　　　72.4

93.5

83.3

89.5

60.8

97.0

86.0

80.3

82.7

125.4

116.4

30分 60分 90分 120分 150分0分 30分 60分 90分 120分 150分0分 180分

■働いていた日の平均時間 ■休日の平均時間

〈休日〉〈働いていた日〉

働き方｜ 家事育児時間、登録サイト・所属団体

職種別に働いていた日の家事育児の時間を見ると、「サービス職」で平均が118分となっており、全体より長い。一方、「営業・
販売職」では61分にとどまり、平均と比べても短い。休日の家事育児の時間で見ると、働いていた日と異なり、「営業・販売職」
で平均値が153分と全体の131分よりも長い。
そのほか、「その他の専門的・技術的職業」でも平均が166分と長い。

営業・販売職サービス職

働いていた日の家事育児時間（全体均平均61分） 休日の家事育児時間（全体平均131分）

平均

153分平均

118分
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フリーランス登録サイト・所属団体

n=

クラウドワークス ランサーズ フリーランス
協会

プロダクション
（会社員としてではなく、

業務委託）
所属団体その他 どこにも所属

していない

TOTAL 588 3.6 3.8 0.1 2.0 2.5 91.9

サービス職 39 0.3 0.0 0.0 5.5 0.0 94.2

運輸・通信関連職 22 0.0 0.0 0.0 4.6 4.4 91.0

生産工程・労務職 35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

管理職 29 　　　　　　5.1 　　　　　　0.0 0.0 0.0 5.0 89.9

事務職 56 8.4 7.6 0.0 0.0 0.0 　　　　　　91.6　　

営業・販売職 33 　　　　　　0.0 　　　　　　2.5 0.0 0.0 0.0 97.5

専門職・技術職 TOTAL 235 4.6 5.5 0.3 2.0 4.7 　　　　　　90.1

建築・土木・測量技術者 32 0.0 0.0 0.0 1.6 2.0 96.3

ソフトウエア・インターネット関連技術者 30 　　　　　　4.9 　　　　　　3.3 0.0 3.1 5.9 89.4

クリエイティブ職 28 15.7 19.1 0.0 4.2 9.6 76.7

その他の専門的・技術的職業 36 　　　　　　0.7 　　　　　　1.8 0.0 5.1 0.0 93.1

その他の職業 148 3.2 3.1 0.0 2.6 1.3 91.7

0

40

20

80

60

100 ■ TOTAL
■  営業・販売職
■ ソフトウエア・インターネット関連技術者
■  クリエイティブ職（美術家、写真家、デザイナー）

〈登録サイト・所属団体〉
（複数回答）

（％）

全体では「どこにも所属していない」が92％。
「クリエイティブ職」は「クラウドワークス」に16％、「ランサーズ」に19％が登録している。
「事務職」で「クラウドワークス」「ランサーズ」に登録している人は1割に満たない。
「営業・販売職」で「どこにも所属していない」人は他の職種と比べても高く、97％以上となっている。

「ランサーズ」

「クラウドワークス」

営業・販売職事務職

登録サイト・所属団体

所属していない

98％8％ 19％

クリエイティブ職
8％ 16％
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n=

TOTAL 1257

サービス職 84

運輸・通信関連職 51

生産工程・労務職 91

管理職 37

事務職 119

営業・販売職 82

専門職・技術職 TOTAL 492

建築・土木・測量技術者 77

ソフトウエア・インターネット関連技術者 52

クリエイティブ職（美術家、写真家、デザイナー）       58

その他の専門的・技術的職業 70

その他の職業 302

20％ 40％ 60％ 80％ 100％0％

■自己啓発を行った　■自己啓発を行なわなかった

〈自己啓発の有無〉

自己啓発活動の有無・学習活動

58.841.2

56.143.9

85.814.2

72.327.7

63.936.1

65.534.5

64.835.2

47.552.5

63.236.8

59.740.3

41.358.7

37.762.3

64.535.5

職種別に自己啓発活動の有無を見ると、「その他の専門的・技術的職業」で62％、「クリエイティブ職」で59％と高い。
一方、「運輸・通信関連職」では14％にとどまっており、全体より大幅に低くなっている。
学習活動の内容については、「事務職」で「インターネットなどで調べものをした」のスコアが68％となっており全体より高
い。「営業・販売職」では、「eラーニングを受けた」が9%と、全体（2％）よりも高い。「クリエイティブ職」「その他の専門的・
技術的職業」では「単発の講座・セミナー・勉強会に参加した」が15％、「本を読んだ」が47％と、全体より高くなっている。

能力開発｜ 自己啓発、トレーニング

クリエイティブ職

自己啓発活動を行った 単発の講座・セミナー・
勉強会に参加した

15％ 

その他の専門的・技術的職業

62％ 

59％ 
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自己啓発活動の有無・学習活動

OJT・OFF-JTの機会

全体では、「新しい知識や技術を習得する機会は全くなかった」が最も多く70％。
職種別では、「運輸・通信関連職」は「新しい知識や技術を習得する機会は全くなかった」が8割を超えており、「営業・販売職」
も7割を超えた。「ソフトウエア・インターネット関連技術者」では、「上司や先輩の指導を受けず、マニュアルを参考にして学ん
だ」が32％と、全体（17％）と比較して高い。
OFF-JTの機会について見ると、「生産工程・労務職」の「機会がなかった」が88％と全体（81％）よりやや高い。

n=

教育プログラムをもとに
上司や先輩等から
指導を受けた

必要に応じて上司や
先輩等から
指導を受けた

上司や先輩の指導を受けず、
仕事を観察する事で
新知識を身に付けた

上司や先輩の指導を受けず、
マニュアルを
参考にして学んだ

新しい知識や
技術を習得する機会は

全くなかった

TOTAL 1257 2.1 4.6 7.0 16.5 69.7

サービス職 84 4.6 5.0 7.3 16.2 66.9

運輸・通信関連職 51 1.0 3.4 5.2 8.2 82.0

生産工程・労務職 91 2.4 3.7 8.8 8.4 76.6

管理職 37 0.6 3.2 6.9 20.8 68.5

事務職 119 4.7 4.9 6.1 11.7 　　　　　　　 72.5

営業・販売職 82 1.5 7.7 4.7 15.1 71.0

専門職・技術職 TOTAL 492 1.1 5.5 7.6 22.0 　　　　　　　63.7　　
建築・土木・測量技術者 77 2.8 4.0 11.3 　　　　　　　12.5 69.5

ソフトウエア・インターネット関連技術者 52 1.0 1.9 5.8 32.2 59.1

クリエイティブ職 58 0.6 4.2 7.3 　　　　　　　27.5 60.4

その他の専門的・技術的職業 70 0.0 8.0 7.9 16.4 67.7

その他の職業 302 2.5 2.6 6.6 13.3 75.0

0

40

20

60

80

〈OJTの機会〉
（複数回答） ■ TOTAL

■  営業・販売職
■ ソフトウエア・インターネット関連技術者
■  クリエイティブ職（美術家、写真家、デザイナー）

（％）

上司や先輩の指導を受けず、
マニュアルを参考にして学んだ

OJTの機会が全くなかった

32％ 71％

ソフトウエア・インターネット関連技術者 営業・販売職
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n=

TOTAL 1257

サービス職 84

運輸・通信関連職 51

生産工程・労務職 91

管理職 37

事務職 119

営業・販売職 82

専門職・技術職 TOTAL 492

建築・土木・測量技術者 77

ソフトウエア・インターネット関連技術者 52

クリエイティブ職（美術家、写真家、デザイナー）       58

その他の専門的・技術的職業 70

その他の職業 302

仕事レベルアップ（昨年1年間と比較）

〈仕事レベルアップ（昨年1年間と比較）〉

20％ 40％ 60％ 80％ 100％0％

職種別では、「クリエイティブ職」「その他の専門的・技術的職業」で「レベルアップした」がいずれも29％、「サービス職」が
24％と、全体（16％）より高くなっている。一方、「運輸・通信関連職」「生産工程・労務職」「管理職」は8％台と低い。

■レベルアップした　■同じぐらいのレベルだった　■レベルダウンした　■前年（2017年）は働いていなかった

14.760.123.9

15.176.08.3

21.766.58.0

15.667.115.9

22.169.98.0

20.664.611.0

22.668.19.3

16.573.110.4

13.445.211.4

23.747.428.9

7.462.928.5

11.768.617.6

14.266.818.7

能力開発｜ 仕事レベルアップ

レベルアップ感が高い レベルアップ感が低い

29％ 

8％ 

クリエイティブ職、その他の専門的・技術的職業 運輸・通信関連職、生産工程・労務職、管理職
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生活｜ 幸福度・生活満足度

幸福度・生活満足度

20％ 40％ 60％ 80％ 100％0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％0％

職種別では、「管理職」は「とても幸せ」「幸せ」の合計が50％、「営業・販売職」も45％と、全体（37％）より大幅に高い。
一方、「運輸・通信関連職」は23％と全体より大幅に低い。
生活満足度についても同様の傾向で、「管理職」では「満足していた」「まあ満足していた」の合計が6割を超えており、「営
業・販売職」も55％近くと全体（44％）よりも10ポイント以上高い。一方、「運輸・通信関連職」は33％と大幅に低い。

■5点（とても幸せ）　■4点（幸せ）　■3点　■2点　■1点 ■満足していた　■どちらともいえない　■満足していない

〈生活満足度〉〈幸福度〉

n=

TOTAL 1257

サービス職 84

運輸・通信関連職 51

生産工程・労務職 91

管理職 37

事務職 119

営業・販売職 82

専門職・技術職 TOTAL 492

建築・土木・測量技術者 77

ソフトウエア・インターネット関連技術者 52

クリエイティブ職（美術家、写真家、デザイナー）      58

その他の専門的・技術的職業 70

その他の職業 302

12.844.927.69.7

14.444.125.014.2

16.954.020.6

14.645.029.9

11.938.633.116.4

14.444.825.710.5

10.938.431613.7

11.146.329.08.6

7.454.120.312.9

10.347.735.4

13.444.829.17.9

14.933.132.817.1

13.743.825.410.6

23.033.443.6

23.834.042.1

23.543.433.1

24.334.041.6

17.021.861.3

22.433.544.2

22.722.654.8

23.940.535.7

13.742.343.9

31.429.439.1

20.628.950.5

24.034.941.2

22.633.943.5

営業・販売職

「とても幸せ」「幸せ」（全体37％） 「満足」（全体44％）

運輸・通信関連職

33％ 

管理職

50％ 

45％ 
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生活｜ 安心度

n=

国民健康保険

以前所属して
いた会社の
健康保険

（任意継続）

医療保険
（民間） 労災保険 国民年金 国民年金基金 個人年金

フリーランス協
会が提供して

いる
「フリーランス
の保険」

フリーランス
向け損害保険
（フリーランス
協会以外に
よる提供）

TOTAL 588

サービス職 39

運輸・通信関連職 22

生産工程・労務職 35

管理職 20

事務職 56

営業・販売職 33

専門職・技術職 
TOTAL 

235

建築・土木・
測量技術者 32

ソフトウエア・インター
ネット関連技術者 30

クリエイティブ職
（美術家、写真家、デザイナー） 28

その他の専門的・
技術的職業 

36

その他の職業 148

社会保障の加入率

〈社会保障加入状況〉

84.5

82.1

90.9

91.4

65.0

89.3

75.8

84.3

84.4

83.3

89.3

80.6

85.8

31.1

30.8

22.7

25.7

40.0

32.1

30.3

31.5

43.8

16.7

32.1

41.7

31.8

54.8

48.7

45.5

54.3

80.0

64.3

63.6

54.9

71.9

33.3

53.6

47.2

48.6

31.8

41.0

27.3

34.3

40.0

25.0

30.3

29.4

37.5

23.3

42.9

27.8

35.1

15.5

20.5

11.4

30.0

8.9

27.3

15.7

15.6

13.3

10.7

16.7

14.2

78.4

74.4

72.7

77.1

90.0

80.4

78.8

80.0

90.6

73.3

78.6

86.1

76.4

全体では、「国民健康保険」の加入が最も高く85%、次いで「国民年金」が78%、「医療保険（民間）」が55%であった。
職種別では、「サービス職」は、「労災保険」「フリーランスの保険」「フリーランス向け損害保険（フリーランス協会以外によ
る提供）」で全体より10ポイント以上と大幅に高くなっている。「建築・土木・測量技術者」は、「医療保険（民間）」、「労災保
険」が全体より20ポイント前後高い。「ソフトウエア・インターネット関連技術者」は、「医療保険（民間）」「労災保険」「国民年
金基金」が、全体より約10～20ポイント加入率が低い。

4.5

9.7

20.5

18.2

8.6

10.0

12.5

6.0

12.5

5.6

11.5

0

3.0

3.6

24.0

41.0

27.3

40.0

25.0

26.8

21.2

19.6

43.8

22.3

6.7

10.7

11.1

0

0

9.0

25.6

13.6

10.0

8.9

7.1

8.3

10.1

12.5

6.8

2.9

「医療保険（民間）」の加入率（全体平均55％）

33％ 

「労災保険」の加入率（全体平均24％）

ソフトウエア・インターネット関連技術者 サービス職

41％ 
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n=

TOTAL 1257

サービス職 84

運輸・通信関連職 51

生産工程・労務職 91

管理職 37

事務職 119

営業・販売職 82

専門職・技術職 TOTAL 492

建築・土木・測量技術者 77

ソフトウエア・インターネット関連技術者 52

クリエイティブ職（美術家、写真家、デザイナー）      58

その他の専門的・技術的職業 70

その他の職業 302

健康保険・年金の加入状況

全体では、健康保険に「自分で加入＋扶養家族」が84%、年金に「自分で加入＋扶養家族」が76％と比較的高い。
職種別では、健康保険では、「ソフトウエア・インターネット関連技術者」で「自分で健康保険料を支払っていた」が91％と
全体（76％）より高い。
年金制度では、「ソフトウエア・インターネット関連技術者」で「自分で年金保険料を支払っていた、もしくは年金を受給して
いた」が88％と、全体（70％）より高い。

20％ 40％ 60％ 80％ 100％0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％0％

〈年金制度〉〈健康保険制度〉
■自分で健康保険料を支払っていた
■    扶養家族として、家族の給与から健康保
険料が天引きされていた　

■自分で年金保険料を支払っていた、もしくは年金を受給していた　
■ 扶養家族として、家族の給与から年金保険料が天引きされていた

14.75.712.067.6

9.46.99.274.6

7.911.812.467.9

7.36.97.178.7

5.35.47.082.4

9.812.777.5

11.212.011.465.4

7.36.082.9

7.47.484.1

5.391.2

5.710.7　　　80.7

10.323.662.5

7.35.58.578.7

12.312.070.5

14.117.76.162.1

10.716.672.2

9.812.26.771.3

11.412.576.1

10.712.36.170.9

8.413.275.3

14.77.176.5

7.487.5

9.713.172.1

7.311.314.267.3

18.511.26.364.0

9.810.674.4

「自分で健康保険料を支払っていた」（全体75％）

91％ 18％ 

「年金保険に未加入」（全体12％）

ソフトウエア・インターネット関連技術者 サービス職

■自分も家族も払っていなかった
■わからない

■自分も家族も払っておらず、受給もしていなかった
■わからない
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生活｜ 仕事と家庭の両立

n=

TOTAL 1257

サービス職 84

運輸・通信関連職 51

生産工程・労務職 91

管理職 37

事務職 119

営業・販売職 82

専門職・技術職 TOTAL 492

建築・土木・測量技術者 77

ソフトウエア・インターネット関連技術者 52

クリエイティブ職（美術家、写真家、デザイナー）       58

その他の専門的・技術的職業 70

その他の職業 302

仕事と家庭の両立に伴うストレス

14.233.934.612.44.9

13.035.332.111.68.0

17.324.641.212.94.0

8.039.639.07.75.7

16.047.530.74.3

12.642.333.08.53.5

18.041.926.312.3

14.832.434.714.23.9

12.738.340.06.5

11.452.116.615.94.1

16.829.632.017.44.1

22.222.132.618.84.3

14.228.536.114.27.2

20％ 40％ 60％ 80％0％

職種別では、「その他の専門的・技術的職業」（女性比率56％）の「強く感じていた」「感じていた」の合計が23％と全体
（17%）よりやや高い。
一方、「建築・土木・測量技術者」（女性比率5％）が9％、「管理職」（女性比率16％）が6％と、全体（17%）より低く、ストレス
の度合いは低い。

■強く感じていた　■感じていた　■少し感じていた　■感じていなかった　■全く感じていなかった

〈両立のストレス〉

100％

の

その他の専門的・技術的職業

「強く感じていた」「感じていた」（全体17％）

23％

建築・土木・測量技術者

9％
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入職経路

全体では、多い順に「その他」（36%）、「家族や知人の紹介」（28%）、「インターネットの転職情報サイト」（9%）、「前の職場
からの紹介」（7%）である。職種別では「運輸・通信関連職」は、「会社に直接問い合わせた」が18％で、全体よりも高い。
また、「運輸・通信関連職」「生産工程・労務職」「管理職」などで「家族や知人の紹介」が4割前後ある。「サービス職」は、 

「SN S（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）」が11%と全体（6％）よりやや高い。「ソフトウエア・インターネット関連技
術者」は、「前の職場からの紹介」が17%と全体（7%）よりも高い。

〈入職経路〉
（複数回答）

n=

会社に直接
問い合わせた

学校
（学生課）
の窓口や
掲示板

家族や
知人の紹介

前の職場
からの
紹介

ハローワーク
（職業安定所）

民間人材
紹介会社

人材
派遣会社

有料の
求人
情報誌

無料の
求人

情報誌や
タウン誌

新聞の
求人広告

折り込み
チラシ

インター
ネットの
転職情報
サイト

SNS（ソーシャ
ル・ネットワー
キング

・サービス）
その他

TOTAL 1028 7.3 0.7 27.8 6.9 3.8 1.0 2.4 0.4 3.6 3.4 4.3 8.8 5.7 36.0

サービス職 69 7.4 0.0 27.9 8.3 2.5 0.9 3.9 2.7 6.4 3.4 3.7 10.4 10.7 23.8

運輸・通信関連職 44 18.4 0.5 38.8 1.7 7.6 0.0 0.0 0.0 6.4 3.4 9.7 19.0 0.0 6.4

生産工程・労務職 80 4.4 2.2 45.9 3.9 5.0 0.0 0.0 0.1 0.9 3.4 5.6 4.7 2.4 28.4

管理職 30 5.3 0.0 43.1 7.9 3.2 0.0 2.9 0.0 0.0 3.4 0.0 0.7 0.7 38.6

事務職 101 7.0 0.0 20.5 4.4 5.1 0.0 1.1 0.0 3.4 3.4 3.5 12.1 7.8 44.4

営業・販売職 70 12.2 0.0 28.8 8.6 1.8 1.5 0.7 0.0 2.7 3.4 1.8 4.8 5.7 35.4

専門職・技術職 TOTAL 405 7.3 0.9 26.8 9.2 3.5 1.1 2.6 0.5 3.2 3.4 3.4 9.3 5.9 38.3

建築・土木・測量技術者 61 10.5 0.0 26.4 5.2 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 5.1 6.6 0.0 44.9

ソフトウエア・インターネット関連技術者 46 11.7 1.8 26.4 17.3 2.2 1.1 4.1 0.0 2.0 3.4 2.6 7.0 4.3 34.4

クリエイティブ職 40 5.0 0.0 24.7 8.0 0.0 0.0 2.4 0.0 7.3 3.4 4.1 11.5 8.1 40.6

その他の専門的・技術的職業 49 4.5 1.9 41.7 5.3 6.2 0.0 1.1 0.0 10.6 3.4 2.0 13.3 3.5 22.9

その他の職業 230 5.2 0.6 22.0 5.2 3.5 1.7 3.9 0.0 4.5 2.3 6.3 7.8 5.9 40.2
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50 ■ TOTAL
■  営業・販売職
■ ソフトウエア・インターネット関連技術者
■  クリエイティブ職（美術家、写真家、デザイナー）

キャリア｜ 入職経路

（％）

の

「家族や知人の紹介」

46％ 

「前の職場からの紹介」

17％ 

生産工程・労務職 ソフトウエア・インターネット関連技術者
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の

n=

TOTAL 1254

サービス職 84

運輸・通信関連職 51

生産工程・労務職 91

管理職 37

事務職 119

営業・販売職 82

専門職・技術職 TOTAL 491

建築・土木・測量技術者 77

ソフトウエア・インターネット関連技術者 52

クリエイティブ職（美術家、写真家、デザイナー）       58

その他の専門的・技術的職業 70

その他の職業 302

初職の就業形態

20％ 40％ 60％ 80％ 100％0％

■正規の職員・従業員　■パート・アルバイト　■労働者派遣事業所の派遣社員　■契約社員・嘱託　
■その他　 ■会社などの役員　■自営業主・家族従業者・内職

全体では、「正規の職員・従業員」が55%と高く、次いで「自営業主・家族従事者・内職」が30%であった。
職種別に初職の就業形態を見ると、「サービス職」「クリエイティブ職」は、「パート・アルバイト」がどちらも11％と全体
（9 %）より高い。一方、「営業・販売職」「ソフトウエア・インターネット関連技術者」は、「正規の職員・従業員」がそれぞ
れ6 6%、6 4%と、いずれも6割を超えている。「クリエイティブ職」は「自営業主・家族従業者・内職」が40%と全体（30%）
より高い。

29.59.255.2

22.710.562.6

24.64.18.961.1

22.89.763.2

41.23.27.248.4

34.87.450.7

26.45.065.8

28.73.67.5　　　　56.9

25.93.65.061.4

19.53.15.37.963.7

39.64.311.243.0

44.83.446.1

33.13.314.346.6

〈初職就業形態〉

キャリア｜ 初職の就業形態、前職の年収

初職が「正規の職員・従業員」の比率（全体55％）

ソフトウエア・インターネット関連技術者

64％ 66％ 

営業・販売職
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の

前職の年収

前職の年収は、全体平均は377.7万円。「300～500万未満」が31%、「100～300万未満」が27%だった。
職種別では、平均は高い順に「営業・販売職」が471.4万円、「管理職」が455.6万円、「ソフトウエア・インターネット関連技術
者」が449.3万円、最も低いのは「生産工程・労務職」で275.8万円だった。
「運輸・通信関連職」「生産工程・労務職」は、「0～100万円未満」がそれぞれ17%､ 16%と全体（14%）よりやや高い。
「ソフトウエア・インターネット関連技術者」では、「500～700万円未満」が27%と全体（14%）より高い。

「100万円未満」 「500～700万円未満」

17％ 

ソフトウエア・インターネット関連技術者運輸・通信関連職

27％

n=

TOTAL 927 377.7

サービス職 64 323.4

運輸・通信関連職 39 330.3

生産工程・労務職 74 275.8

管理職 27 455.6

事務職 93 378.3

営業・販売職 66 471.4

専門職・技術職 TOTAL 365 407.8

建築・土木・測量技術者 54 337.3

ソフトウエア・インターネット関連技術者 44 449.3

クリエイティブ職（美術家、写真家、デザイナー）        35 312.6

その他の専門的・技術的職業 43 313.3

その他の職業 201 345.4

20％ 40％ 60％ 80％ 100％0％ 平均値

■0～100万円未満　■100～300万円未満　■300～500万円未満　■500～700万円未満　
■700～1000万円未満　■1000～2000万円未満　 ■2000万円以上

3.28.713.931.426.713.9

8.712.227.936.414.9

4.26.513.733.129.016.9

3.512.335.236.116.4

4.312.87.95.742.227.03.7

4.310.113.029.928.313.3

5.57.310.020.025.618.211.8

9.614.635.024.010.2

5.711.650.527.55.9

10.226.633.65.913.3

5.43.59.1　　　　　33.935.312.9

3.44.712.627.439.313.4

10.213.225.426.721.2

〈前職の年収〉
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現在の年収

n=

TOTAL 1173 298.7

サービス職 79 230.3

運輸・通信関連職 48 289.5

生産工程・労務職 87 294.7

管理職 35 326.1

事務職 106 274.7

営業・販売職 75 318.2

専門職・技術職 TOTA 468 325.0

建築・土木・測量技術者 74 368.9

ソフトウエア・インターネット関連技術者 51 370.7

クリエイティブ職（美術家、写真家、デザイナー） 55 340.9

その他の専門的・技術的職業 66 240.4

その他の職業 274 276.8

平均値

全体では、平均が298.7万円。「100～300万円未満」が36%、「300～500万円未満」が27%だった。
職種別では、平均は高い順に「ソフトウエア・インターネット関連技術者」が370.7万円、「建築・土木・測量技術者」368.9万円、
「クリエイティブ職」が340.9万円。最も低いのは「サービス職」で230.3万円だった。
「その他の専門的・技術的職業」は「100～300万円未満」が46％と全体（36%）より高い。
「ソフトウエア・インターネット関連技術者」は、「500～700万円未満」が25％と全体（10%）より15ポイント程度高い。

■0～100万円未満　■100～300万円未満　■300～500万円未満　■500～700万円未満　
■700～1000万円未満　■1000～2000万円未満　 ■2000万円以上

5.210.327.136.219.4

8.119.247.921.9

4.237.840.712.4

14.034.225.923.1

10.312.637.234.413.8

4.36.626.135.524.3

11.013.028.434.314.7

5.812.428.736.514.2

6.015.940.629.65.4

8.724.817.740.06.8

3.53.39.829.737.116.2

5.94.115.446.426.2

4.27.822.6　　　35.527.8

20％ 40％ 60％ 80％ 100％0％

〈現在の年収〉

キャリア｜ 現在の年収、年収増減率

「100～300万円未満」 「500～700万円未満」

46％ 

ソフトウエア・インターネット関連技術者

25％

その他の専門的・技術的職業
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n=

TOTAL 878 204.4

サービス職 60 54.9

運輸・通信関連職 39 68.9

生産工程・労務職 71 176.6

管理職 26 -8.9

事務職 86 19.1

営業・販売職 62 67.6

専門職・技術職 TOTA 350 369.2

建築・土木・測量技術者 50 85.6

ソフトウエア・インターネット関連技術者 43 2084.0

クリエイティブ職（美術家、写真家、デザイナー） 32 93.2

その他の専門的・技術的職業 42 87.6

その他の職業 185 141.8

前職→現職　年収増減率

14.69.87.95.08.37.710.336.1

16.18.27.34.29.48.49.237.4

19.99.46.53.811.510.16.232.3

14.44.57.520.818.97.723.6

13.39.512.819.814.28.020.0

12.412.05.918.551.2

14.16.84.55.95.18.87.945.4

15.55.46.97.99.05.049.2

18.620.95.35.411.47.79.519.8

16.28.89.26.98.412.75.432.6

20.815.58.43.29.69.530.0

10.24.87.43.53.711.116.343.0

20.55.85.53.88.15.49.341.5

■-40%以上　■-20%～ -40%未満　■～ -20%未満　■±0　■～20%未満　 ■20～40%未満　
■40～100%未満　■100%以上

20％ 40％ 60％ 80％ 100％0％ 平均値

全体では、「－40%」が37%と最も多く、次いで「100%以上」が16%だった。
職種別では、「運輸・通信関連職」「生産工程・労務職」で「±０」増減なしが2割前後と全体（9％）より高い。
「管理職」「営業・販売職」は、「－40%以上」が5割前後で、大幅な収入減となっている。
年収が増えた人の割合が多いのは、「建築・土木・測量技術者」（50％）。年収が減った人の割合が多いのは、その他の専門的・
技術的職業（70％）、管理職（70％）、事務職（62％）、営営業・販売職（63％）。業・販売職

〈年収増減率〉

年収が増えた人が多い 年収が減った人が多い

建築・土木・測量技術者 その他の専門的・技術的職業、管理職、事務職、営業・販売職
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退職回数

n=

まだ社会人に
なったことは
ない

（在学中）

0回
（退職したことは

ない）
1回 2回 3回 4回 5回 6～10回 11回以上

TOTAL 1257 0.3 17.9 20.6 19.7 16.7 7.7 6.5 7.8 2.7

サービス職 84 0.3 17.4 22.6 24.0 14.1 6.4 4.4 8.0 2.9

運輸・通信関連職 51 1.0 12.6 11.5 15.5 26.2 10.8 10.0 10.6 1.6

生産工程・労務職 91 0.3 11.3 22.1 16.3 19.2 13.8 8.1 7.8 1.2

管理職 37 0.0 19.4 19.9 19.1 17.0 4.6 6.4 13.7 0.0

事務職 119 0.0 15.3 22.3 15.6 13.6 12.9 7.8 9.9 2.6

営業・販売職 82 0.0 14.4 15.4 25.6 17.1 8.1 2.9 15.4 1.1

専門職・技術職 TOTAL 492 0.1 17.7 23.5 18.5 19.8 5.5 6.5 6.0 2.4

建築・土木・測量技術者 77 0.0 20.5 24.8 17.2 20.7 0.0 8.6 6.3 1.9

ソフトウエア・インターネット関連技術者 52 0.0 11.4 23.6 27.4 7.4 10.3 6.8 8.4 4.6

クリエイティブ職 58 0.0 31.7 7.9 19.2 23.0 9.3 3.9 3.2 1.7

その他の専門的・技術的職業 70 0.0 29.2 27.3 18.2 13.9 0.0 4.9 5.0 1.6

その他の職業 302 0.6 23.3 17.3 22.3 11.2 7.5 6.6 6.6 4.6

0

20

10

30

全体では、多い順に「１回」が21%、「2回」が20%、「0回（退職したことがない）」が18%だった。
職種別では、「0回（退職したことはない）」が多いのは、「クリエイティブ職」で32％。
「その他の専門的・技術的職業」は「1回」が27％で、全体の21％よりやや高い。
退職回数が「6～10回」と多いのは、「管理職」（14％）、「営業・販売職」（15％）。
「運輸・通信関連職」では「3回」が26%と全体より10ポイントほど高くなっている。

■ TOTAL
■  営業・販売職
■ ソフトウエア・インターネット関連技術者
■  クリエイティブ職（美術家、写真家、デザイナー）

〈退職回数〉

キャリア｜ 退職回数、前職の退職理由

（％）

過去に退職したことがない 退職回数が「6回~10回」と多い

32％ 

営業・販売職

15％ 

14％ 

管理職クリエイティブ職
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前職の退職理由

n=

契
約
期
間

定
年

会
社
の
倒
産
・

事
業
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閉
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退
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の
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来
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や
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の
不
安

自
分
の
身
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的
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自
分
の
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結
婚

妊
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・
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・
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の
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配
偶
者
の
転
勤
の
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の
た
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家
業
を
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ぐ
た
め
、

家
族
の
仕
事
を
手
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う
た
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進
学
や
資
格
取
得
の

た
め

そ
の
他

TOTAL 1028 9.1 9.6 9.3 3.6 2.8 1.1 4.9 8.5 8.7 13.6 11.2 5.4 4.8 4.0 2.7 1.5 1.5 1.5 0.5 20.9 2.3 0.9 6.4

サービス職 69 11.1 15.4 6.0 5.5 1.4 0.0 6.7 11.2 8.4 13.6 15.1 10.0 5.4 2.7 1.5 1.2 0.0 1.3 0.0 14.2 1.4 0.0 3.6

運輸・通信関連職 44 5.4 13.6 5.8 2.7 2.2 0.5 0.0 15.5 19.0 13.6 14.1 0.0 11.4 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 0.0 0.0 9.2

生産工程・労務職 80 2.4 10.1 12.8 1.4 2.6 1.5 2.1 14.5 8.6 13.6 9.5 6.1 3.2 0.8 1.1 0.0 1.0 1.0 0.0 22.7 8.2 1.1 3.5

管理職 30 10.3 18.7 14.3 0.0 3.7 3.9 7.9 5.7 7.8 13.6 9.5 8.7 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 3.3 0.0 7.4 10.6 0.0 6.1

事務職 101 16.1 8.1 16.0 3.5 5.1 1.6 4.6 2.1 3.9 13.6 6.5 1.2 4.7 6.8 2.8 1.5 2.4 1.2 0.0 13.7 4.0 0.0 7.8

営業・販売職 70 4.5 6.2 21.3 1.2 2.7 0.0 11.7 11.9 7.7 13.6 9.9 11.7 7.3 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.2 2.0 0.0 2.6

専門職・技術職 TOTAL 405 9.2 9.0 7.6 3.6 3.0 1.3 4.5 7.7 8.5 13.6 11.5 5.3 5.8 3.7 3.3 1.2 2.3 2.3 0.5 26.6 0.9 0.7 6.6

建築・土木・測量技術者 61 3.0 1.9 8.5 1.0 1.6 0.0 2.1 7.1 7.4 13.6 15.3 6.3 0.0 6.9 1.7 0.0 3.3 0.0 1.0 43.6 2.6 0.0 8.6

ソフトウエア・インターネット関連技術者 46 22.9 1.4 6.4 1.8 0.0 0.0 2.3 11.1 8.8 13.6 13.3 1.7 6.6 3.3 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 34.5 0.0 0.0 2.1

クリエイティブ職 40 14.5 9.5 16.3 4.7 1.2 2.0 5.2 12.1 13.2 13.6 17.4 7.7 8.4 2.6 0.0 2.8 0.0 3.1 0.0 25.9 0.0 0.0 8.3

その他の専門的・技術的職業 49 5.6 5.5 3.4 3.2 3.7 1.3 3.0 1.8 11.2 13.6 4.7 5.3 5.3 1.5 13.1 1.9 1.5 6.6 2.9 14.6 2.0 0.0 7.5

その他の職業 230 9.4 8.7 5.4 5.6 2.1 0.8 4.7 7.6 9.6 16.3 12.3 4.3 2.3 6.0 3.9 3.7 1.3 0.8 1.3 17.8 1.5 2.2 8.0
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全体では、多い順に「独立のため」が21%、「人間関係への不満｣が14%、「仕事内容への不満」が11%だった。
職種別では、「建築・土木・測量技術者」「ソフトウエア・インターネット関連技術者」「クリエイティブ職」などの専門職で「独
立のため」のスコアが25％～40％超と全体（21％）より高い。また、「ソフトウエア・インターネット関連技術者」は「契約期間
の満了」が23%と全体（9%）より大幅に高い。「営業・販売職」では、「会社の倒産・事業所の閉鎖」が2割を超えており、全体
（9％）より大幅に高い。

■ TOTAL
■  営業・販売職
■ ソフトウエア・インターネット関連技術者
■  クリエイティブ職（美術家、写真家、デザイナー）

〈前職の退職理由〉

（％）

「独立のため」（全体21％） 「会社の倒産・事業所の閉鎖」
（全体9％）

ソフトウエア・
インターネット関連技術者

21％ 

営業・販売職
クリエイティブ職建築・土木・

測量技術者

44％
35％

26％
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フリーランスになるにあたっての重要事項

n=

TOTAL 588 生活資金を蓄えること 受注先とのコネクションを
つくること コミュニケーション力

サービス職 39 生活資金を蓄えること 受注先とのコネクションを
つくること 問題解決力

運輸・通信関連職 22 生活資金を蓄えること 受注先とのコネクションを
つくること 資格を得ること

生産工程・労務職 35 生活資金を蓄えること 受注先とのコネクションを
つくること 商品知識

管理職 20 営業力 コミュニケーション力 生活資金を蓄えること

事務職 56 生活資金を蓄えること 受注先とのコネクションを
つくること 情報収集力

営業・販売職 33 生活資金を蓄えること 受注先とのコネクションを
つくること 営業力

専門職・技術職 TOTAL 235 受注先とのコネクションを
つくること 生活資金を蓄えること コミュニケーション力

建築・土木・測量技術者 32 受注先とのコネクションを
つくること 生活資金を蓄えること 営業力

ソフトウエア・インターネット関連技術者 30 分析力 受注先とのコネクションを
つくること 生活資金を蓄えること

クリエイティブ職（美術家、写真家、デザイナー） 28 受注先とのコネクションを
つくること コミュニケーション力 営業力

その他の専門的・技術的職業 36 コミュニケーション力 生活資金を蓄えること 情報収集力

その他の職業 148 生活資金を蓄えること 情報収集力 受注先とのコネクションを
つくること

フリーランスになるにあたっての重要事項について、25の質問項目からBest5を回答してもらった。その中で多く選ばれた
のは「生活資金を蓄えること」「受注先とのコネクションをつくること」「コミュニケーション力」「情報収集力」であった。
職種別の特徴では、「営業・販売職」は「受注先とのコネクションをつくること」「営業力（売上目標を継続的に達成し続ける
ことができる力）」「商品知識（商品やサービスを正しく、深く理解する力）」「市場理解（消費者のニーズや業界の知識、今後
の市場予想をする力）」がそれぞれ全体より10～20ポイント以上と大幅に高い。「建築・土木・測量技術者」は「受注先と
のコネクションをつくること」が60%と全体より大幅に高い。 「ソフトウエア・インターネット関連技術者」は、「分析力（手
元の情報を元にデータを理解・判断する力）」が5割と、全体より  20ポイント前後高い。  「クリエイティブ職」は、「受注先
とのコネクションをつくること」が66%と他の職種より高い。そのほか「コミュニケーション力（誰とでもいい関係構築がで
きる力）」および「営業力（売上目標を継続的に達成し続けることができる力）」も5割近く、 「プレゼンテーション力（自分の
思っていることを相手に理解してもらう力）」も4割と、全職種の中で最も高い。

キャリア｜ 重要事項

Best5に当てはまる項目の中で多く選ばれたのは？

コミュニケーション力

情報収集力

受注先との
コネクションを
つくる

生活資金を
蓄える
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